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本
論
文
は
、
後
漢
時
代
（
二
五
～
二
二
〇
）
の
四
川
地
域
で
生
み
出
さ
れ
た
造
形
美
術
に
着
目
し
、
そ
れ
を
育
ん
だ
地
域
文
化
の
位
置
付
け
を
、

漢
代
美
術
と
い
う
総
体
の
中
に
探
る
も
の
で
あ
る
。 

中
国
の
西
南
部
に
位
置
す
る
四
川
地
域
は
、
古
来
よ
り
「
沃
野
千
里
」
、「
天
府
」
と
美
称
さ
れ
る
地
で
あ
る
。
峻
岳
に
囲
ま
れ
た
そ
の
地
勢
や
、

常
に
夷
民
社
会
と
境
界
を
接
し
、
時
に
は
そ
れ
と
混
在
し
て
き
た
歴
史
地
理
的
情
況
は
、
統
一
王
朝
内
で
の
こ
の
地
域
の
独
自
性
、
独
立
性
ば
か
り

を
際
立
た
せ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
歴
史
を
大
局
的
に
み
る
な
ら
ば
、
決
し
て
中
原
や
長
江
中
下
流
域
と
、
政
治
的
、
文
化
的
に

没
交
渉
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
南
北
二
極
と
常
に
相
関
す
る
機
能
と
役
割
を
こ
の
地
域
は
果
た
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
秦
に
よ
る
史
上
初
の

全
土
統
一
を
経
た
の
ち
、
広
大
な
版
図
を
領
し
な
が
ら
も
一
元
的
な
支
配
秩
序
を
確
立
さ
せ
た
の
が
漢
王
朝
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
、
各
地
の
固
有

の
文
化
は
そ
の
秩
序
の
中
に
編
入
さ
れ
、
大
き
な
う
ね
り
と
と
も
に
再
編
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
新
た
な
地
域
文
化
と
し
て
起
ち
上
が
っ
て
い

っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
動
態
が
か
た
ち
を
伴
っ
て
表
出
し
た
も
の
が
造
形
美
術
で
あ
る
に
他
な
ら
な
い
。
本
論
文
で
は
、
漢
代
美
術
の
ダ
イ
ナ
ミ

ズ
ム
の
中
で
こ
の
地
域
の
特
異
な
造
形
を
論
じ
て
い
く
意
義
を
、
こ
こ
に
定
め
た
。
は
た
し
て
蜀
地
は
、
統
一
王
朝
期
に
文
化
的
特
色
を
ど
の
程
度

ま
で
保
ち
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
古
来
よ
り
こ
の
地
域
に
ひ
と
つ
の
文
化
圏
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
も
は
や
自
明
の
こ
と
と
い
え
よ
う
。
そ

う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
独
立
し
た
文
化
圏
と
し
て
捉
え
る
の
み
で
は
な
く
、
四
川
地
域
を
ひ
と
つ
視
座
と
し
て
、「
中
央
」
と
「
地
域
」
、
あ
る

い
は
「
総
体
」
と
「
部
分
」
の
関
係
性
の
あ
り
よ
う
を
実
証
的
に
検
証
し
て
い
く
こ
と
も
、
漢
代
美
術
の
総
合
的
で
本
質
的
な
理
解
に
不
可
欠
な
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
本
論
文
で
は
二
部
に
わ
た
っ
て
、
第
三
の
極
と
し
て
の
四
川
地
域
の
位
置
付
け
を
漢
代
美
術
に
お
い
て
敷
衍
的
に
検

証
す
る
こ
と
を
試
み
た
。 

ま
ず
緒
論
に
お
い
て
、
後
漢
時
代
の
画
像
石
や
画
像
磚
か
ら
四
川
の
地
域
性
を
抽
出
し
た
先
行
研
究
を
概
観
し
、
そ
れ
に
対
す
る
本
論
文
の
問
題

意
識
を
提
示
し
た
。
そ
し
て
、「
官
営
工
房
の
動
向
」
と
「
儒
教
の
礼
教
主
義
」
、
こ
の
ふ
た
つ
の
ト
ピ
ッ
ク
を
立
て
て
、
漢
代
美
術
と
い
う
総
体
と

四
川
地
域
の
関
係
性
を
具
体
的
か
つ
客
観
的
に
立
体
視
す
る
と
い
う
研
究
の
目
的
を
示
し
た
。 
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緒
論
に
つ
づ
く
本
論
の
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 
第
一
部 

銅
鏡
の
生
産
体
制
と
官
営
工
房
の
動
向 

 
 
 

序
章 

第
一
章 

広
漢
郡
製
作
の
紀
年
鏡
の
資
料
的
意
義 

第
二
章 

広
漢
郡
製
作
の
元
興
元
年
銘
鏡
の
製
作
事
情
―
紀
年
の
偏
在
に
関
す
る
考
察
そ
の
一
― 

第
三
章 

桓
帝
・
霊
帝
代
の
作
例
の
製
作
事
情
―
紀
年
の
偏
在
に
関
す
る
考
察
そ
の
二
― 

終
章 

広
漢
郡
製
作
鏡
の
意
義
と
官
営
工
房
の
動
向 

第
二
部 

漢
代
画
像
と
儒
教
の
礼
教
主
義 

 
 
 

序
章 

 
 
 

第
一
章 

四
川
に
お
け
る
「
聖
人
」
の
一
表
現
―
三
段
式
神
仙
鏡
の
図
像
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
― 

第
二
章 

漢
代
画
像
に
み
る
聖
帝
像
の
機
能 

 
 
 

第
三
章 

仏
教
受
容
前
夜
の
四
川
―
そ
の
死
生
観
に
関
す
る
図
像
学
的
考
察
― 

 
 

第
四
章 

漢
代
画
像
石
に
み
る
荊
軻
刺
秦
王
図
―
義
士
の
英
雄
化
と
神
仙
化
の
契
機
を
め
ぐ
っ
て
― 

 
 

終
章 

画
像
資
料
か
ら
み
た
儒
教
的
徳
目
実
践
の
目
的 

 

 

以
下
に
各
々
の
概
要
を
記
す
。 
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第
一
部 

銅
鏡
の
生
産
体
制
と
官
営
工
房
の
動
向 

 

第
一
部
で
は
、
ひ
と
つ
目
の
ト
ピ
ッ
ク
で
あ
る
「
官
営
工
房
の
動
向
」
に
着
目
し
て
「
中
央
」
と
「
四
川
地
域
」
の
相
関
関
係
を
検
証
し
た
。
官

営
工
房
の
動
向
を
追
っ
て
い
く
に
際
し
て
取
り
上
げ
た
作
品
は
、
後
漢
時
代
の
銅
鏡
で
あ
る
。 

第
一
章
「
広
漢
郡
製
作
の
紀
年
鏡
の
資
料
的
意
義
」
で
は
、
広
漢
郡
（
現
在
の
四
川
省
成
都
市
の
東
北
、
広
漢
市
と
綿
陽
市
に
か
か
る
一
帯
）
で

製
作
さ
れ
た
こ
と
を
銘
文
に
明
記
し
た
一
群
の
基
準
作
例
、
計
二
〇
面
の
資
料
性
を
整
理
し
た
。
計
二
〇
面
を
通
覧
し
た
結
果
、
浮
彫
り
と
な
っ
た

検
討
課
題
は
以
下
の
二
点
で
あ
っ
た
。 

① 

広
漢
郡
製
作
鏡
の
紀
年
は
、
二
世
紀
初
頭
の
元
興
元
年
（
一
〇
五
）
を
境
と
し
て
以
後
四
〇
年
間
み
ら
れ
ず
、
二
世
紀
中
頃
か
ら
始
ま
る
桓
帝
・

霊
帝
代
で
再
び
集
中
し
て
み
ら
れ
る
。
こ
の
偏
在
は
何
に
起
因
す
る
も
の
な
の
か
。 

② 

判
明
し
て
い
る
そ
の
出
土
地
は
、
製
作
地
で
あ
る
広
漢
郡
か
ら
遠
く
隔
た
っ
た
広
範
囲
の
地
点
に
分
布
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
製
作
地
と
分
布

地
に
ズ
レ
が
認
め
ら
れ
る
。
な
ぜ
、
紀
年
を
も
つ
当
地
製
作
の
鏡
は
当
地
で
出
土
し
な
い
の
か
。 

こ
の
特
異
な
性
質
を
偶
然
に
よ
る
も
の
と
即
断
せ
ず
、
何
ら
か
の
要
因
に
よ
る
必
然
と
捉
え
る
見
地
か
ら
出
発
し
て
そ
れ
を
積
極
的
に
探
っ
て
い

く
こ
と
が
、
後
漢
鏡
研
究
に
お
け
る
広
漢
郡
の
位
置
付
け
を
確
定
さ
せ
る
上
で
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
。こ
の
ふ
た
つ
の
検
討
課
題
は
、

別
個
に
解
決
し
得
る
も
の
で
は
な
い
。
一
群
の
鏡
が
本
来
的
に
備
え
て
い
た
性
格
、
す
な
わ
ち
、
流
通
範
囲
に
直
結
す
る
そ
の
製
作
目
的
を
検
討
し

て
い
く
過
程
で
、
各
々
が
関
連
す
る
も
の
と
し
て
解
決
を
み
る
と
の
想
定
を
示
し
た
。 

第
二
章
「
広
漢
郡
製
作
の
元
興
元
年
銘
鏡
の
製
作
事
情
」
で
は
、
第
一
章
の
検
討
課
題
を
踏
ま
え
て
具
体
的
な
製
作
事
情
の
検
討
に
入
っ
た
。
こ

こ
で
は
、
一
群
の
作
品
を
紀
年
の
偏
在
に
よ
っ
て
ふ
た
つ
に
大
別
し
た
う
ち
、
元
興
元
年
（
一
〇
五
）
グ
ル
ー
プ
の
製
作
事
情
を
論
じ
た
。
そ
の
考
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察
は
、
銘
文
中
に
み
る
「
廣
漢
造
作
尚
方
明
竟
」
と
い
う
製
作
工
房
を
記
し
た
と
思
わ
れ
る
句
に
足
が
か
り
を
求
め
、
中
央
の
「
尚
方
」
と
一
地
方

で
あ
る
「
廣
漢
」
が
銘
文
中
に
併
記
さ
れ
る
矛
盾
を
合
理
的
に
説
明
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
考
察
の
結
果
、 

① 

銘
文
中
に
み
る
「
廣
漢
」
は
、
広
漢
郡
に
設
置
さ
れ
て
い
た
広
漢
郡
工
官
を
さ
す
。 

② 

当
時
、
中
央
の
尚
方
と
地
方
の
工
官
は
、
と
も
に
御
用
器
の
製
作
を
担
当
す
る
官
営
工
房
と
し
て
併
存
し
て
お
り
、
工
官
は
尚
方
の
発
注
を
受

け
製
品
を
物
納
す
る
、
と
い
う
相
互
関
係
が
成
り
立
っ
て
い
た
。 

③ 

一
世
紀
末
か
ら
の
宦
官
勢
力
の
伸
張
に
伴
い
、
尚
方
は
彼
ら
の
奢
侈
な
生
活
に
直
接
奉
仕
す
る
官
署
と
し
て
強
化
拡
充
が
図
ら
れ
た
。 

④ 

遅
く
と
も
、
鄧
皇
后
一
族
の
近
臣
と
し
て
権
勢
を
振
る
っ
た
宦
官
蔡
倫
が
尚
方
令
と
な
っ
た
永
元
九
年
（
九
七
）
に
は
、
尚
方
は
宦
官
勢
力
の

保
護
管
理
下
に
置
か
れ
た
。
当
時
、
宦
官
は
た
び
た
び
宮
中
へ
の
奢
侈
品
献
上
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
奢
侈
品
に
は
、
彼
ら
の
私
官

と
化
し
た
尚
方
と
、
そ
の
尚
方
へ
の
物
納
を
担
当
し
て
い
た
工
官
製
作
の
も
の
と
が
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

⑤ 

す
な
わ
ち
、
そ
の
奢
侈
品
の
ひ
と
つ
が
元
興
元
年
銘
鏡
で
あ
る
。「
廣
漢
造
作
尚
方
明
竟
」
と
い
う
句
は
、「
広
漢
に
て
尚
方
の
明
竟
を
造
作
す
」

と
釈
読
す
る
の
が
適
当
で
あ
り
、
宦
官
掌
握
下
の
尚
方
か
ら
の
発
注
に
よ
り
広
漢
郡
工
官
で
製
作
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。 

以
上
の
結
論
を
得
る
に
至
っ
た
。
元
興
元
年
銘
鏡
が
上
輸
を
目
的
と
し
た
公
的
な
奢
侈
品
と
し
て
製
作
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
な
が
ら
、
そ

れ
は
流
通
経
路
と
そ
の
流
通
範
囲
に
も
直
結
す
る
。
製
作
地
と
分
布
地
に
認
め
ら
れ
た
ズ
レ
の
要
因
は
、
こ
う
し
た
公
用
品
と
し
て
の
性
格
に
求
め

ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

第
三
章
「
桓
帝
・
霊
帝
代
の
作
例
の
製
作
事
情
」
で
は
、
第
二
章
の
考
察
結
果
を
も
と
に
、
引
き
続
き
紀
年
が
偏
在
す
る
要
因
を
検
討
し
た
。
こ

の
章
で
は
、
元
興
元
年
以
後
、
桓
帝
・
霊
帝
代
に
至
る
ま
で
の
官
営
工
房
の
動
向
を
、
史
書
の
記
述
を
中
心
に
検
証
し
た
。
そ
れ
を
追
っ
て
み
る
と
、 

① 

二
世
紀
初
頭
、
幼
帝
を
次
々
と
擁
立
し
て
専
権
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
鄧
太
后
は
、
度
重
な
る
天
災
を
理
由
と
し
て
、
延
平
元
年
（
一
〇
六
）
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を
皮
切
り
に
、
尚
方
を
含
む
中
央
官
署
を
対
象
と
し
た
倹
約
策
を
展
開
し
た
。 

② 
広
漢
郡
製
作
鏡
の
紀
年
は
、
そ
の
前
年
に
あ
た
る
元
興
元
年
（
一
〇
五
）
を
境
と
し
て
当
面
み
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
倹
約
策
は
紀
年
の

偏
在
と
矛
盾
し
な
い
。 

③ 

文
献
史
料
は
、
延
平
元
年
以
降
も
鄧
太
后
に
よ
り
倹
約
令
が
散
発
的
に
発
布
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
そ
れ
は
永
寧
二
年
（
一
二
一
）
の

鄧
太
后
の
崩
御
後
も
継
続
さ
れ
、
倹
約
の
矛
先
は
、
無
用
の
奢
侈
品
を
製
作
す
る
尚
方
に
も
依
然
と
し
て
向
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
状

況
下
で
は
、
尚
方
の
下
請
け
工
房
で
あ
っ
た
工
官
が
復
興
の
機
会
を
得
た
と
は
考
え
に
く
い
。 

④ 

し
か
し
、
二
世
紀
中
頃
か
ら
始
ま
る
桓
帝
代
に
官
営
工
房
は
復
興
の
兆
し
を
み
せ
、
そ
れ
は
続
く
霊
帝
代
に
未
曾
有
の
活
況
を
呈
す
る
ま
で
に

至
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
王
符
、
呂
強
、
そ
し
て
蔡
邕
。
自
ら
が
仕
え
る
王
朝
の
行
く
末
を
憂
い
案
じ
た
彼
ら
の
言
説
か
ら
は
、
工
官
を
含

め
た
官
営
工
房
の
活
発
な
活
動
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
た
。 

⑤ 

広
漢
郡
製
作
鏡
の
紀
年
は
、
元
興
元
年
（
一
〇
五
）
以
後
四
〇
年
間
み
ら
れ
ず
、
二
世
紀
中
頃
か
ら
始
ま
る
桓
帝
・
霊
帝
代
で
再
び
集
中
し
て

い
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
お
い
て
、
史
書
か
ら
判
明
す
る
官
営
工
房
の
消
長
が
、
や
は
り
広
漢
郡
製
作
鏡
の
紀
年
の
偏
在
と
同
調
し
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。 

第
二
章
の
論
旨
と
合
わ
せ
て
、
後
漢
時
代
の
広
漢
郡
に
お
け
る
鏡
の
製
作
動
向
に
関
し
て
一
定
の
見
解
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
。「
紀
年
の
偏

在
」
そ
し
て
「
製
作
地
と
分
布
地
の
ズ
レ
」
は
、
は
や
り
偶
然
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
二
世
紀
の
政
局
と
、
そ
れ
に
連
動
せ
ざ
る
を
得
な
い
官
営

工
房
の
動
向
に
起
因
し
た
必
然
の
結
果
で
あ
っ
た
と
の
結
論
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。 

後
漢
時
代
後
期
、
成
都
平
原
に
鋳
鏡
業
の
中
心
地
の
ひ
と
つ
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
の
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
い
ま
に
伝
わ
る
作
品
は

決
し
て
多
く
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
作
品
の
資
料
的
意
義
は
極
め
て
大
き
い
。
単
に
図
像
文
様
で
当
時
の
思
想
文
化
を
伝
え
て
い
る

だ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
既
存
の
後
漢
鏡
の
地
域
様
式
の
枠
組
み
に
一
石
を
投
じ
る
、
と
い
う
考
古
学
上
の
型
式
学
的
見
地
に
よ
る
意
義
ば
か
り
で
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も
な
い
。
そ
れ
は
、
史
書
に
は
記
さ
れ
な
い
官
営
工
房
の
製
作
動
向
を
如
実
に
映
し
た
貴
重
な
資
料
で
も
あ
っ
た
。
金
工
品
の
生
産
、
管
理
、
流
通

シ
ス
テ
ム
の
具
体
相
を
解
明
し
得
る
情
報
が
、
そ
の
円
形
の
鏡
胎
に
内
包
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
後
、
新
出
、
新
報
告
の
作
品
が
さ
ら
に
多
く

の
こ
と
を
実
証
し
て
い
く
に
違
い
な
い
。 

 

第
二
部 

漢
代
画
像
と
儒
教
の
礼
教
主
義 

 

第
二
部
で
は
、
ふ
た
つ
目
の
ト
ピ
ッ
ク
で
あ
る
「
儒
教
の
礼
教
主
義
」
を
手
が
か
り
と
し
て
、
四
川
地
域
を
基
軸
に
漢
代
美
術
に
お
け
る
「
総
体
」

と
「
部
分
」
の
相
関
関
係
を
検
証
す
る
。
こ
こ
で
の
考
察
で
取
り
上
げ
た
作
品
は
、
銅
鏡
の
他
、
画
像
石
、
石
闕
等
の
後
漢
時
代
の
画
像
資
料
で
あ

る
。 

 

漢
王
朝
に
よ
る
一
元
的
な
支
配
秩
序
は
各
地
の
固
有
の
文
化
を
そ
こ
に
編
入
し
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
を
統
合
し
た
基
本
的
支
配
理
念
こ
そ
が
、
儒

教
の
礼
教
主
義
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
国
家
の
諸
制
度
の
み
な
ら
ず
、
郷
里
社
会
の
民
衆
レ
ベ
ル
に
至
る
ま
で
広
く
及
び
、
そ
の
一
々
の
行
動
を
規
定

し
て
い
た
。
礼
教
主
義
に
基
づ
く
そ
の
支
配
理
念
は
、
自
ず
と
当
時
の
造
形
美
術
を
も
そ
こ
に
組
み
込
ん
で
い
っ
た
。
そ
れ
に
資
す
る
「
教
化
の
道

具
」
と
し
て
の
美
術
は
、
漢
と
い
う
巨
大
な
王
朝
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
面
か
ら
支
え
る
一
助
に
も
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
秦
漢
統
一
期

を
迎
え
、
そ
れ
ま
で
各
地
で
保
持
さ
れ
て
き
た
固
有
の
文
化
は
た
し
か
に
一
元
的
な
支
配
秩
序
に
編
入
さ
れ
、
個
々
の
特
色
は
次
第
に
希
薄
に
な
っ

て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
再
編
成
を
経
た
の
ち
、
そ
れ
が
表
出
し
た
造
形
美
術
の
面
に
お
い
て
ま
で
、
そ
の
内
容
と
役
割
が
か
よ
う
に
一
元
的
で
画

一
的
で
あ
っ
た
は
ず
は
な
い
。
第
二
部
で
は
、
漢
代
美
術
と
い
う
大
枠
の
な
か
で
地
域
文
化
を
論
じ
て
い
く
意
義
を
そ
こ
に
定
め
、
中
国
西
南
部
に

偏
在
す
る
「
四
川
」
と
い
う
視
座
を
基
調
と
し
て
、
造
形
美
術
に
お
い
て
新
た
に
起
ち
上
が
っ
て
い
っ
た
地
域
文
化
を
抽
出
し
、
そ
れ
を
生
み
出
し

た
思
想
観
念
を
画
像
資
料
中
に
読
み
取
る
こ
と
を
試
み
た
。 
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第
一
章
「
四
川
に
お
け
る
「
聖
人
」
の
一
表
現
」
で
は
、
四
川
出
土
の
三
段
式
神
仙
鏡
の
図
像
解
釈
を
通
し
て
、
後
漢
の
蜀
地
に
生
き
た
人
々
が

志
向
し
た
理
想
的
世
界
観
の
様
相
を
明
示
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
特
異
な
図
像
配
置
を
み
せ
る
三
段
式
神
仙
鏡
の
図
像
解
釈
に
関
し
て
、
新
出
作
品

の
調
査
で
得
ら
れ
た
知
見
に
基
づ
い
て
従
来
の
図
像
解
釈
に
再
検
討
を
加
え
、
以
下
の
所
見
を
得
た
。 

① 

綿
陽
市
何
家
山
一
号
崖
墓
出
土
鏡
、
お
よ
び
邛
崍
市
文
物
管
理
所
蔵
鏡
の
銘
文
に
は
、「
尭
帝
賜
舜
二
女
」
も
し
く
は
「
尭
賜
舜
二
女
」
と
い
う

句
が
見
受
け
ら
れ
、
こ
れ
が
下
段
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
人
物
と
そ
の
主
題
に
あ
た
る
。 

② 

下
段
の
主
題
は
、
上
古
の
聖
帝
で
あ
る
尭
と
舜
の
間
で
お
こ
な
わ
れ
た
禅
譲
の
経
緯
に
取
材
し
て
い
る
が
、「
舜
に
二
人
の
娘
を
娶
ら
せ
る
」
と

い
う
、
尭
か
ら
舜
に
与
え
ら
れ
た
試
練
の
ひ
と
つ
が
と
り
わ
け
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。 

③ 

劉
向
『
古
列
女
伝
』
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
舜
の
二
人
の
妻
に
は
、
婦
道
の
模
範
的
な
実
践
者
と
し
て
の
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
尭
と
舜

は
、
そ
れ
ぞ
れ
儒
教
的
徳
目
で
あ
る
「
仁
徳
」
と
「
孝
徳
」
を
象
徴
す
る
聖
人
で
あ
る
。
彼
ら
に
加
え
て
、「
婦
道
」
を
象
徴
す
る
二
人
の
妻
を

あ
ら
わ
す
こ
と
に
よ
り
、
儒
教
的
徳
目
が
実
践
さ
れ
た
理
想
的
な
社
会
の
イ
メ
ー
ジ
を
そ
こ
に
具
現
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

④ 

上
段
の
主
像
は
、
従
来
、
北
辰
を
神
格
化
し
た
天
皇
大
帝
と
さ
れ
て
き
た
が
、
前
出
の
新
出
作
品
の
図
像
と
銘
文
か
ら
、
こ
れ
は
赤
子
を
抱
え

た
九
子
の
母
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
上
段
の
主
題
は
、
婦
道
の
実
践
を
強
調
す
る
下
段
の
そ
れ
と
も
同
調
し
て
お
り
、
四
川
出
土
の
三

段
式
神
仙
鏡
で
は
、
母
性
の
発
揮
と
そ
れ
に
よ
り
実
現
さ
れ
る
理
想
的
な
社
会
の
姿
が
主
要
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。 

⑤ 

下
段
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
聖
人
た
ち
の
姿
に
は
、
中
段
の
西
王
母
と
東
王
公
と
同
様
に
、神
仙
の
定
型
表
現
で
あ
る
羽
翼
が
明
確
に
認
め
ら
れ
る
。 

⑥ 

こ
れ
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
当
時
の
蜀
地
で
は
、
上
古
の
聖
人
は
単
な
る
勧
戒
的
な
存
在
と
し
て
で
は
な
く
、
神
仙
的
な
享
楽
的
性
格
が
付
加

さ
れ
た
特
異
な
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
現
世
に
お
い
て
儒
教
的
徳
目
を
実
践
す
る
こ
と
は
、
彼
ら
に
追
随
し

て
死
後
仙
境
へ
と
到
る
資
格
を
得
る
た
め
の
行
為
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。 

 

儒
教
の
聖
人
で
さ
え
も
仙
籍
に
列
し
、
そ
の
標
識
と
し
て
羽
翼
を
付
加
す
る
と
い
う
直
截
的
な
表
現
に
は
、
こ
の
地
域
の
文
化
的
土
壌
を
反
映
し
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た
享
楽
的
な
志
向
の
あ
ら
わ
れ
と
も
見
て
取
れ
、
そ
れ
は
同
時
代
に
当
地
で
熱
を
帯
び
た
西
王
母
に
対
す
る
篤
い
信
仰
と
軌
を
一
に
す
る
、
と
い
う

見
解
を
提
示
し
た
。
第
一
章
で
論
じ
た
当
地
の
思
想
観
念
、
す
な
わ
ち
、
儒
教
的
徳
目
の
実
践
を
も
仙
境
へ
と
到
る
手
段
と
み
な
し
て
し
ま
う
死
生

観
は
、
仏
教
受
容
前
夜
に
お
け
る
四
川
の
宗
教
観
の
様
態
と
し
て
、
第
三
章
で
の
論
証
に
深
く
関
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
っ
た
。 

第
二
章
「
漢
代
画
像
に
み
る
聖
帝
像
の
機
能
」
で
は
、
第
一
章
の
論
旨
を
起
点
と
し
て
、
考
察
対
象
を
三
段
式
神
仙
鏡
の
ほ
か
同
時
代
の
画
像
石

に
も
広
げ
、
そ
こ
に
散
見
さ
れ
る
上
古
の
聖
帝
の
肖
像
描
写
の
機
能
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、 

① 

三
段
式
神
仙
鏡
の
作
例
を
集
成
し
て
み
る
と
、
下
段
で
は
構
図
を
踏
襲
し
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
聖
帝
像
は
可
変
的
な
要
素
で
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
聖
帝
の
う
ち
に
は
、
尭
、
舜
を
は
じ
め
、
蒼
頡
、
沮
誦
、
神
農
な
ど
多
く
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
確
認
さ
れ
た
。 

② 

こ
れ
ら
の
聖
帝
は
み
な
、「
新
た
な
秩
序
を
創
出
し
た
」
事
績
を
も
つ
こ
と
に
共
通
点
が
あ
り
、
例
外
な
く
地
上
の
中
心
に
聳
え
る
建
木
と
と
も

に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
像
は
「
安
定
し
た
地
上
世
界
を
表
象
す
る
」
と
い
う
機
能
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

③ 

墓
葬
美
術
作
品
で
あ
る
画
像
石
に
確
認
さ
れ
る
尭
舜
禅
譲
図
で
は
、
神
仙
が
と
も
に
描
き
込
ま
れ
る
の
が
ひ
と
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

禅
譲
と
い
う
理
想
的
な
帝
位
の
継
承
に
対
す
る
、
天
の
感
応
、
祝
福
の
証
で
あ
り
、
尭
と
舜
が
創
出
す
る
秩
序
は
、
死
者
の
赴
く
世
界
、
す
な

わ
ち
仙
境
に
お
い
て
も
援
用
可
能
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。 

④ 

帝
位
と
王
朝
の
推
移
が
尭
か
ら
始
ま
る
こ
と
を
強
く
意
識
し
た
作
例
が
確
認
で
き
る
こ
と
も
、
画
像
石
に
み
る
尭
舜
禅
譲
図
の
特
徴
で
あ
る
。 

⑤ 

墓
葬
美
術
に
見
出
さ
れ
る
尭
舜
禅
譲
図
に
は
、
禅
譲
と
い
う
秩
序
の
創
出
に
み
ず
か
ら
の
淵
源
を
求
め
、
聖
帝
の
苗
裔
で
あ
る
と
い
う
民
族
理

念
を
確
認
す
る
機
能
が
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
当
時
の
墓
域
に
は
、
文
字
に
拠
る
墓
碑
と
図
像
に
拠
る
画
像
石
、
異
な
る
手
法
で
み
ず
か
ら

の
淵
源
を
表
明
し
た
ふ
た
つ
の
石
造
物
が
併
存
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

以
上
の
結
論
を
得
る
に
至
っ
た
。
や
は
り
、
聖
帝
像
の
機
能
と
そ
の
役
割
は
、
儒
教
的
礼
教
主
義
に
資
す
る
教
化
の
道
具
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で

は
な
い
。
そ
れ
は
実
に
多
面
的
で
あ
っ
た
。
時
に
は
君
主
に
対
し
て
王
朝
盛
衰
の
道
理
を
示
す
勧
戒
的
肖
像
画
と
も
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
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安
定
し
た
地
上
世
界
を
表
象
す
る
も
の
と
し
て
、
当
時
の
世
界
観
を
視
覚
化
し
た
鏡
の
図
案
に
も
用
い
ら
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
墓
葬
美
術
中
の
聖

帝
像
に
は
、
み
ず
か
ら
の
淵
源
を
表
明
す
る
と
い
う
機
能
も
想
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
明
ら
か
と
な
っ
た
多
面
的
な
機
能
は
、
特

定
の
地
域
の
作
品
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
管
見
に
触
れ
た
限
り
で
は
、
そ
れ
は
各
地
に
点
在
す
る
作
品
で
普
遍
的
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
よ
り
限
定
的
に
、
聖
帝
自
体
の
選
択
と
そ
の
図
像
表
現
に
焦
点
を
絞
れ
ば
、
そ
こ
に
は
地
域
差
が
認
め
ら
れ
る
の
も
ま
た
事

実
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
三
段
式
神
仙
鏡
の
作
例
の
中
で
も
、
四
川
地
域
製
作
の
そ
れ
で
は
尭
舜
禅
譲
を
好
ん
で
主
題
に
選
択
し
て
い
る
感
が
見
受

け
ら
れ
、
そ
れ
と
と
も
に
、
舜
の
二
人
の
妻
が
象
徴
す
る
婦
道
の
実
践
を
強
調
す
る
こ
と
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
ま
た
、
そ

れ
と
は
対
照
的
に
、
山
東
省
莒
県
の
孫
熹
闕
で
も
同
じ
く
尭
舜
禅
譲
の
場
面
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
こ
で
の
女
性
像
は
、
婦
道
で
は
な
く
世

襲
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
女
性
像
を
増
減
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
帝
位
の
移
譲
方
法
を
巧
み
に
描
き
分
け
て
い
た
の
で
あ
っ

た
。
個
別
の
論
証
を
さ
ら
に
積
み
重
ね
、
こ
う
し
た
固
有
の
地
域
的
展
開
を
よ
り
明
確
に
し
て
い
く
こ
と
が
、
今
後
の
課
題
と
し
て
明
確
に
な
っ
た
。 

第
三
章
「
仏
教
受
容
前
夜
の
四
川
」
で
は
、
後
漢
の
蜀
地
で
展
開
し
た
宗
教
観
と
死
生
観
を
検
討
す
る
題
材
と
し
て
、
こ
の
地
域
に
遺
る
初
期
仏

教
図
像
に
着
目
し
た
。
当
該
作
品
に
関
し
て
は
、
今
な
お
「
神
仙
思
想
と
混
交
さ
れ
た
も
の
」
と
い
う
評
価
が
根
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
の

一
方
で
、
仏
教
信
仰
と
混
交
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
当
地
の
神
仙
思
想
の
具
体
相
、
あ
る
い
は
他
地
域
の
そ
れ
と
の
差
異
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
十

分
に
論
じ
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
文
献
史
料
の
ほ
か
、
各
地
に
遺
る
画
像
資
料
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
崑
崙
仙
境
を
志
向
す
る
神
仙
思
想
そ
の
も

の
は
、
ひ
と
つ
の
理
想
と
し
て
当
時
遍
く
共
有
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
「
神
仙
方
術
的
仏
教
」
が
何
故
蜀
地
で
芽
生
え
定
着
し
た
の
か
、

と
い
う
根
本
的
な
疑
問
は
、
な
お
解
消
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

仏
陀
は
死
者
の
霊
魂
の
行
方
に
深
く
関
わ
る
存
在
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
以
上
、
あ
ら
た
め
て
当
地
の
死
生
観
の
実
相
を
検
討

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、
墓
域
の
入
口
に
建
つ
石
闕
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
図
像
を
手
が
か
り
と
し
て
、
当
時
の
思
想
界
の
主
流
で
あ
っ
た

儒
教
に
よ
る
観
点
を
基
調
と
し
な
が
ら
考
察
を
進
め
た
。
そ
の
結
果
、
大
部
分
で
第
一
章
で
の
考
察
内
容
を
追
認
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、 
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① 

四
川
に
現
存
す
る
石
闕
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
図
像
に
は
、
「
仙
境
へ
と
連
な
る
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
図
像
」
と
、「
儒
教
的
背
景
を
も
つ
歴
史
故
事
図

像
」
、
こ
の
ふ
た
つ
の
タ
イ
プ
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

② 

こ
の
点
は
、
山
東
省
嘉
祥
県
の
武
梁
祠
の
ほ
か
、
同
時
代
の
石
刻
作
品
に
も
共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
四
川
の
作
品
で
は
、

図
像
配
置
に
お
い
て
も
、
あ
る
い
は
図
像
表
現
に
お
い
て
も
、
両
者
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
な
く
文
字
通
り
混
在
さ
せ
る
か
た
ち
で
あ
ら
わ

す
点
に
特
徴
が
あ
る
。 

③ 

つ
ま
り
、
第
一
章
に
お
い
て
、
三
段
式
神
仙
鏡
の
図
像
解
釈
を
通
し
て
導
き
出
さ
れ
た
当
地
特
有
の
「
儒
教
的
か
つ
神
仙
的
な
重
層
性
を
も
つ

図
像
」
が
、
石
闕
に
お
い
て
も
同
様
に
認
め
ら
れ
た
。 

④ 

石
闕
の
造
営
者
の
意
図
を
復
元
す
る
な
ら
ば
、
ま
ず
彼
ら
は
、
墓
域
の
入
口
に
建
つ
広
告
塔
と
も
い
う
べ
き
石
闕
に
、
理
想
的
な
聖
賢
や
孝
子

が
登
場
す
る
歴
史
故
事
を
刻
し
、
み
ず
か
ら
を
登
場
人
物
に
擬
え
、
そ
こ
を
訪
れ
る
者
に
対
し
て
そ
の
徳
行
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
。
し
か
し
、
彼

ら
の
享
楽
的
な
願
望
は
、
同
時
に
死
後
の
世
界
を
も
志
向
し
て
い
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
聖
賢
や
孝
子
は
天
に
嘉
さ
れ
仙
境
に
到
達
し
た
人
物

た
ち
で
あ
っ
た
。
聖
賢
や
孝
子
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
忠
義
や
孝
の
実
践
を
通
し
て
、
み
ず
か
ら
も
彼
ら
に
追
随
す
る
か
た
ち
で
仙
境
へ
到
達

す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
儒
教
的
徳
目
の
実
践
を
も
仙
境
へ
と
到
る
手
段
と
み
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

⑤ 

四
川
の
鏡
や
石
闕
に
見
出
さ
れ
る
そ
の
よ
う
な
「
神
仙
的
聖
賢
」
の
存
在
は
、
新
来
の
仏
陀
さ
え
も
受
容
す
る
際
に
、
思
想
的
下
地
と
し
て
作

用
し
た
可
能
性
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
造
形
作
品
中
の
図
像
に
依
拠
す
る
な
ら
ば
、
儒
教
と
神
仙
思
想
が
渾
然
一
体
と
な
っ
た
理
想
的
世
界
観

を
背
景
に
、
胡
人
が
齎
し
た
仏
像
さ
え
も
「
神
仙
的
仏
陀
」
と
し
て
受
け
入
れ
、
享
楽
的
な
来
世
を
叶
え
て
く
れ
る
神
と
し
て
他
地
域
に
先
駆

け
て
そ
れ
を
墓
室
に
持
ち
込
む
に
至
っ
た
、
と
い
う
状
況
も
、
積
極
的
に
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

こ
う
し
た
大
局
的
な
捉
え
方
の
妥
当
性
や
、
そ
の
先
後
関
係
に
つ
い
て
は
、
今
後
さ
ら
な
る
検
討
が
欠
か
せ
な
い
。
し
か
し
、
後
漢
の
蜀
地
に
お

い
て
仏
陀
が
図
像
化
さ
れ
る
際
に
下
地
と
な
っ
た
思
想
観
念
は
、
一
様
に
西
王
母
の
も
と
へ
の
昇
仙
を
願
う
単
純
な
神
仙
思
想
な
ど
で
は
な
く
、
儒
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教
の
聖
賢
を
も
取
り
込
ん
で
当
地
で
展
開
し
た
理
想
的
な
世
界
観
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
画
像
資
料
か
ら
明
ら
か
に
し
得
た
も
の
と
考
え
る
。 

第
四
章
「
漢
代
画
像
石
に
み
る
荊
軻
刺
秦
王
図
」
で
は
、
始
皇
帝
に
ま
つ
わ
る
故
事
と
し
て
伝
え
ら
れ
、
後
漢
の
画
像
石
の
題
材
と
し
て
も
盛
行

し
た
「
荊
軻
刺
秦
王
図
」
に
着
目
し
た
。
当
時
に
お
い
て
義
士
荊
軻
は
、
命
を
賭
し
て
始
皇
帝
と
い
う
巨
悪
に
立
ち
向
か
っ
た
英
雄
で
あ
っ
た
。
ひ

と
つ
に
は
、
荊
軻
が
儒
教
的
徳
目
で
あ
る
義
を
象
徴
す
る
人
物
で
あ
り
、
礼
教
主
義
に
よ
る
支
配
理
念
に
関
わ
り
を
も
つ
と
想
定
さ
れ
る
こ
と
。
ふ

た
つ
に
は
、
こ
の
故
事
を
主
題
と
し
た
作
品
は
広
範
囲
の
地
域
に
点
在
し
て
お
り
、
な
お
か
つ
そ
こ
に
は
図
像
表
現
上
の
地
域
差
が
認
め
ら
れ
る
こ

と
。
以
上
ふ
た
つ
の
点
か
ら
、
荊
軻
刺
秦
王
図
は
、
統
一
王
朝
に
よ
る
一
元
的
な
支
配
秩
序
の
う
ち
に
新
た
に
起
ち
上
が
っ
た
地
域
文
化
の
一
端
を
、

画
像
資
料
の
面
か
ら
把
握
す
る
格
好
の
題
材
に
な
る
も
の
と
考
え
た
。
各
地
域
の
作
例
の
構
図
と
登
場
人
物
を
整
理
し
た
第
二
節
ま
で
の
考
察
を
要

約
す
る
と
、 

① 

「
画
面
中
央
に
匕
首
が
刺
さ
っ
た
柱
を
配
し
、
そ
の
左
右
に
、
取
り
押
さ
え
ら
れ
る
荊
軻
と
、
逃
げ
回
る
秦
王
を
相
対
さ
せ
る
」
と
い
う
基
本

構
図
は
、
不
可
変
の
要
素
と
し
て
各
地
で
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。 

② 

そ
の
構
図
と
登
場
人
物
に
は
、
『
史
記
』
刺
客
列
伝
の
内
容
に
そ
ぐ
わ
な
い
部
分
も
認
め
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、『
史
記
』
と
は
別
系
統
の
異
聞
に

基
づ
い
た
粉
本
や
図
解
書
の
類
が
存
在
し
、
そ
れ
が
広
く
流
布
し
て
い
た
状
況
が
想
定
さ
れ
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
可
変
的
な
図
像
要
素
を

増
減
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
画
面
の
再
構
成
が
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

③ 

各
地
で
生
じ
た
荊
軻
刺
秦
王
図
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
う
ち
、
陝
西
省
神
木
県
出
土
の
作
品
に
み
る
柱
の
表
現
が
注
目
さ
れ
る
。
前
記
の
基

本
構
図
を
踏
襲
し
な
が
ら
も
、
匕
首
が
刺
さ
っ
た
柱
の
み
屈
曲
し
た
樹
木
の
よ
う
な
形
状
に
改
変
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
仙
境
と
し
て
の
崑

崙
山
の
イ
メ
ー
ジ
が
投
影
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

以
上
の
所
見
を
得
た
。
と
り
わ
け
注
目
し
た
い
の
は
、
義
に
殉
じ
た
荊
軻
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
儒
教
的
な
倫
理
観
を
宣
揚
す
る
ね
ら
い
が
あ
っ

た
は
ず
の
こ
の
場
面
に
、
仙
境
の
イ
メ
ー
ジ
が
看
取
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
孝
義
の
実
践
が
天
に
祝
福
さ
れ
、
荊
軻
が
仙
籍
に
列
せ
ら
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れ
る
こ
と
を
切
望
し
て
い
た
当
時
の
民
衆
の
願
望
を
、
そ
こ
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
四
川
の
作
品
を
中
心
に

第
二
部
第
三
章
ま
で
に
論
じ
て
き
た
と
こ
ろ
の
、「
現
世
に
お
い
て
儒
教
的
徳
目
を
実
践
す
る
こ
と
の
目
的
」
と
、
重
な
り
合
い
浮
か
び
上
が
っ
て
く

る
の
で
あ
る
。 

こ
こ
で
第
二
章
「
漢
代
画
像
に
み
る
聖
帝
像
の
機
能
」
で
得
た
結
論
が
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
て
く
る
。
礼
教
主
義
に
資
す
る
歴
史
故
事
の
機
能
は
、

や
は
り
多
面
的
な
の
で
あ
っ
た
。
荊
軻
の
伝
説
は
、
時
に
は
反
秦
感
情
を
吐
露
す
る
題
材
と
し
て
口
承
反
復
さ
れ
、
ま
た
時
に
は
儒
教
的
な
倫
理
観

を
宣
揚
す
る
た
め
の
教
訓
物
語
と
も
な
っ
た
。
こ
れ
に
加
え
て
、
義
士
荊
軻
の
姿
に
仙
境
の
住
人
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ

り
、
こ
の
伝
説
は
、
儒
教
的
徳
目
の
実
践
を
通
し
て
そ
の
実
昇
仙
を
遂
げ
る
と
い
う
、
利
己
的
な
昇
仙
願
望
の
隠
喩
的
表
象
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

以
上
、
四
章
に
わ
た
る
考
察
か
ら
繰
り
返
し
浮
か
び
上
が
っ
た
の
は
、
画
像
資
料
が
示
す
儒
教
と
神
仙
思
想
の
濃
密
な
相
関
関
係
で
あ
る
。
画
像

資
料
が
示
し
て
い
る
死
生
観
や
理
想
的
社
会
の
姿
か
ら
は
、
二
律
背
反
し
て
並
存
し
た
両
者
に
よ
る
交
渉
と
混
交
が
、
民
衆
の
間
で
は
著
し
く
進
ん

で
い
た
様
相
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
世
に
お
い
て
儒
教
的
徳
目
を
実
践
す
る
こ
と
は
、
一
様
に
礼
教
主
義
の
み
を
拠
り
所
と
し

た
行
為
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
死
後
の
世
界
を
も
志
向
し
た
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
聖
賢
、
孝
子
、
列
女
、
義
士
等
の
肖

像
描
写
も
ま
た
、
教
化
の
道
具
と
い
う
画
一
的
な
役
割
の
み
を
果
た
し
て
い
た
訳
で
は
な
い
。
今
に
遺
る
画
像
資
料
を
具
に
観
察
す
る
な
ら
ば
、
そ

こ
か
ら
は
、
そ
の
姿
を
借
り
て
多
様
な
感
情
を
表
現
す
る
術
を
常
に
模
索
し
て
い
た
民
衆
の
、
確
か
な
息
吹
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思

う
の
で
あ
る
。 

い
ま
に
遺
る
作
品
が
示
す
現
象
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、儒
教
的
徳
目
の
実
践
を
も
仙
境
へ
と
到
る
手
段
と
み
な
す
死
生
観
と
、
そ
の
図
像
表
現
は
、

四
川
地
域
の
漢
代
美
術
を
特
徴
付
け
る
ひ
と
つ
の
視
点
と
し
て
提
起
し
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
性
急
に
そ
れ
を
こ
の
地
域
に
固
有

の
も
の
と
結
論
付
け
て
完
結
さ
せ
ず
、
漢
代
美
術
と
い
う
大
枠
の
中
で
そ
れ
が
ど
の
程
度
ま
で
有
効
な
視
点
で
あ
る
の
か
、
他
地
域
の
作
品
の
図
像

表
現
に
則
し
て
敷
衍
的
に
検
証
し
て
い
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
ろ
う
。 
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圧
倒
的
な
質
量
を
も
つ
漢
代
美
術
と
い
う
総
体
を
担
っ
た
の
は
、
版
図
内
で
起
ち
上
が
っ
た
地
域
文
化
で
あ
っ
た
。
他
地
域
で
は
望
む
べ
く
も
な

い
豊
富
な
現
存
作
例
に
恵
ま
れ
た
稀
有
な
地
域
と
し
て
、
そ
の
中
に
お
け
る
四
川
の
意
義
は
実
に
興
味
深
く
、
実
に
重
要
で
あ
る
。
二
部
に
わ
た
る

考
察
を
通
し
て
そ
れ
に
一
応
の
答
え
を
提
示
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
漢
代
美
術
を
か
た
ち
づ
く
っ
た
地
域
的
展
開
の
動
態
に
対
し
て
四
川
で

は
実
証
的
な
理
解
が
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
こ
そ
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
潤
沢
な
地
下
資
源
と
、
そ
れ
を
活
か
し
保
持
し
て
き
た
伝
統

的
手
工
業
技
術
、夷
民
社
会
と
複
雑
な
入
り
組
み
方
を
呈
し
て
広
が
っ
た
漢
人
社
会
、さ
ら
に
は
輻
輳
す
る
西
域
や
東
南
ア
ジ
ア
へ
の
交
通
路
、
等
々
、

四
川
地
域
を
取
り
巻
く
諸
々
の
潜
在
的
な
情
況
は
、
お
の
ず
と
中
央
と
緊
密
な
関
係
を
結
ん
で
い
く
条
件
と
し
て
作
用
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
加
え

て
、
今
に
遺
る
現
存
作
例
は
他
地
域
に
比
し
て
豊
富
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
材
料
は
、
「
中
央
」
と
「
地
方
」
、
あ
る
い
は
漢
代
美
術
と
い
う
「
総

体
」
と
、
そ
れ
を
形
成
し
た
地
域
文
化
と
い
う
「
部
分
」
の
関
係
の
あ
り
よ
う
を
具
体
的
に
実
証
し
て
い
く
格
好
の
舞
台
を
整
え
提
供
し
て
く
れ
る

の
で
あ
る
。 

 

本
論
文
は
、
漢
代
美
術
に
み
る
ひ
と
つ
の
地
域
的
展
開
を
あ
る
程
度
ま
で
実
証
し
た
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
を
過
ぎ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
圧

倒
的
な
質
量
を
も
っ
て
我
々
の
眼
前
に
あ
る
漢
代
美
術
を
見
据
え
る
際
に
、
中
原
に
中
心
軸
を
置
か
な
い
「
四
川
」
と
い
う
視
座
に
拠
る
こ
と
の
有

効
性
を
提
起
し
得
た
も
の
と
考
え
る
。 


